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⑵
　
　
　
線
ア
～
エ
の
中
か
ら「
が
」に
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る「
の
」を
選
び
な
さ
い
。

	

　
会
話
を
と
ら
え
る
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
あ
る
驢ろ

馬ば

病
し
け
る
所
に
、
獅し

子し

王
来
て
そ
の
脈
を
取
る
。
驢
馬
こ
れ
を
恐
る
る
こ

と
限
り
な
し
。
獅
子
王
親
切
の
あ
ま
り
に
、
そ
の
身
を
な
で
ま
は
し
て
、
い
づ
く
か
痛

き
ぞ
と
問
へ
ば
、
驢
馬
謹
ん
で
い
は
く
、
獅
子
王
の
御
手
の
当
た
り
さ
う
ら
ふ
所
は
、

今
ま
で
か
ゆ
き
所
も
痛
く
さ
う
ら
ふ
と
、
震
ひ
震
ひ
ぞ
申
し
け
る
。

　
そ
の
ご
と
く
、
人
の
思
は
く
を
も
知
ら
ず
、
親
切
を
す
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
。

	

『
伊い

曽そ

保ほ

物
語
』

（
注
）
獅
子
王
―
―
百
獣
の
王
ラ
イ
オ
ン
　
　
い
づ
く
―
―
ど
の
あ
た
り

　
　 

う
た
て
け
れ
―
―
感
心
し
な
い

⑴
　
文
中
か
ら
「
獅
子
王
」
の
言
っ
た
言
葉
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

⑵
　
文
中
か
ら
「
驢
馬
」
の
言
っ
た
言
葉
を
さ
が
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
書
き
抜
き
な

さ
い
。

	

　
仮
名
づ
か
い
　
次
の
Ａ
～
Ｈ
の
文
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

Ａ
　
今
は
昔
、
竹た

け
取と

り
の
翁

お
き
な
と１
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、

２
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。	

『
竹
取
物
語
』

B
　
あ
る
犬
、
肉
を３
く
は
へ
て
川
を
渡
る
。	

『
伊い

曽そ

保ほ

物
語
』

C
　
た
だ
ひ
と
つ
ふ
た
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
ひ
か
り
て
行
く
も４
を
か
し
。

	

『
枕ま

く
ら
の
そ
う
し

草
子
』

Ｄ
　
を
ば
な
る
人
の５
ゐ
な
か
よ
り
の
ぼ
り
た
る
所
に
…
…	

『
更さ

ら
科し

な
日
記
』

Ｅ
　
こ
の
獅し

子し

の
立
ち
や
う
、
い
と
め
づ
ら
し
。
ふ
か
き６
ゆ
ゑ
あ
ら
ん
。	

『
徒つ

れ
然づ

れ
草ぐ

さ
』

Ｆ�

　
笛
は
、
横
笛
、７
い
み
じ
う
を
か
し
。
遠
う
よ
り
聞
こ
ゆ
る
が
、８
や
う
や
う
近
う
な

り
ゆ
く
も
を
か
し
。	

『
枕
草
子
』

Ｇ�

　
公き

ん
世よ

の
二
位
の９
せ
う
と
に
、
良り

ゃ
う

覚が
く

僧そ
う

正じ
ゃ
うと

聞
こ
え
し
は
、
き
は
め
て
腹
あ
し
き
人

な
り
。	

『
徒
然
草
』

Ｈ�

　「
な
ど10
か
う
は
泣
か
せ
給た

ま

ふ
ぞ
。
こ
の
花
の
散
る
を11
惜
し
う
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
か
。

桜
は
は
か
な
き
も
の
に
て
、
か
く
ほ
ど
な
く
う
つ
ろ
ひ12
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
。」

	

『
宇う

治じ

拾し
ゅ
う
い遺

物
語
』

⑴
　
　
　
線
１
～
12
を
現
代
仮
名
づ
か
い
に
直
し
な
さ
い
。

第
８
章
　
古
典

23

古
文
の
基
礎

い
づ
く
か
痛
き
ぞ

獅

子

王

の

御

～

く

さ

う

ら

ふ イ

1

い
　
う

2

よ
ろ
ず

3

く
わ
え
て

4

お
か
し

5

い
な
か

6

ゆ
　
え

7

い
み
じ
ゅ
う

8

よ
う
よ
う

9

し
ょ
う
と

10

こ
　
う

11

惜
し
ゅ
う

12

さ
ぶ
ろ
う

①
省
略
さ
れ
て
い
る
「
は
」「
が
」
を
お
ぎ
な
う
。

②
「
が
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
「
の
」
を
さ
が
す
。

③
主
語
そ
の
も
の
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
る
。

ポ
イ
ン
ト

主
語
の
と
ら
え
方

Sam
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係
り
結
び
の
法
則
　
次
の
Ａ
・
Ｂ
の
文
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

Ａ
　
秋
の
野
の
お
し
な
べ
た
る
を
か
し
さ
は
、
す
す
き
に

あ
れ
。	

『
枕ま

く
ら
の
そ
う
し

草
子
』

Ｂ�

　
く
つ
わ
、
鞍く

ら

の
具ぐ

に
、
危あ

や
ふき

こ
と
や
あ
る
と
見
て
、
心
に
か
か
る
こ
と
あ
ら
ば
、

そ
の
馬
を
馳は

す
べ
か
ら
ず
。	

『
徒つ

れ
然づ

れ
草ぐ

さ
』

⑴
　

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
書
き
な
さ
い
。	

⑵
　
　
　
線
「
危
き
こ
と
や
あ
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
エ
か
ら
選

び
な
さ
い
。

ア
　
危
な
い
所
な
ど
あ
る
も
の
か
　
　
　
イ
　
危
な
い
所
や
そ
う
で
な
い
所
が
あ
る

ウ
　
危
な
い
所
が
あ
り
は
し
な
い
か
　
　
エ
　
危
な
い
所
が
あ
る
な
あ

	

　
主
語
を
と
ら
え
る
　
次
の
文
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
醍だ

い

醐ご

の
大だ

い

僧そ
う

正じ
ゃ
う

実
賢
、
餅も

ち

を
や
き
て
く
ひ
け
る
に
、
き
は
め
た
る
眠ね

ぶ

りア
の
人
に
て
、

餅
を
持
ち
な
が
ら
、
ふ
た
ふ
た
と
眠
り
け
る
に
、
ま
へ
に
江
次
郎
と
い
ふ
格か
く

権ご
ん

者し
ゃ
イ

の

あ
り
け
る
が
、
僧
正
の
眠
り
て１
う
な
づ
く
を
、
わ
れ
に
こ
の
餅
食
へ
と
気
色
あ
る
ぞ
と

心
得
て
、
走
り
よ
り
て
手
に
持
ち
た
る
餅
を
と
り
て
食
ひ
て
け
り
。
僧
正
お
ど
ろ
き
て

の
ち
、「
こ
こ
に
持
ち
た
り
つ
る
餅
は
」
と
尋
ね
ら
れ
け
れ
ば
、
江
次
郎
、「
そウ
の
餅
は
、

早
食
へ
と
候
ひ
つ
れ
ば
、
食
べ
候
ひ
ぬ
」
と
答
へ
け
り
。
僧
正
、
比
興エ
の
こ
と
な
り
と

て
、
諸
人
に３
語
り
て
笑
ひ
け
る
と
ぞ
。	

『
古こ

今こ
ん
著ち

ょ
聞も

ん
集じ

ゅ
う』

（
注
）
き
は
め
た
る
眠
り
の
人
―
―
た
ち
ど
こ
ろ
に
居
眠
り
を
始
め
る
人

　
　 

格
権
者
―
―
身
辺
に
仕
え
る
侍
　
　
気
色
あ
る
ぞ
―
―
合
図
し
て
い
る
の
だ

　
　 

お
ど
ろ
き
て
―
―
目
を
覚
ま
し
て
　
　
比
興
の
こ
と
―
―
た
わ
け
た
こ
と
で
あ
る

⑴
　
　
　
線
１
「
う
な
づ
く
」、
２
「
心
得
て
」、
３
「
語
り
て
笑
ひ
け
る
」
の
主
語
を
、
文

中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

▼
直
し
方
１

①
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
は
「
わ
い
う
え
お
」
に
直
す
。

②
「
わ
ゐ
う
ゑ
を
」
は
「
わ
い
う
え
お
」
に
直
す
。

③
「
ぢ
・
づ
」
は
「
じ
・
ず
」
に
直
す
。

④
「
く
わ
・
ぐ
わ
」
は
「
か
・
が
」
に
直
す
。

⑤
「
む
」
は
「
ん
」
に
直
す
。

▼
直
し
方
２

①
「
ア
段
音
＋
う
」
は
「
オ
段
音
＋
う
」
に
直
す
。
　
　

　
た
う
→
と
う

②
「
イ
段
音
＋
う
」
は
「
イ
段
音
＋
ゅ
う
」
に
直
す
。
　

　
ち
う
→
ち
ゅ
う

③
「
エ
段
音
＋
う
」
は
「
イ
段
音
＋
ょ
う
」
に
直
す
。
　

　
て
う
→
ち
ょ
う

ポ
イ
ン
ト

仮
名
づ
か
い
の
直
し
方

①
会
話
部
分
は
「
…
と
」「
…
と
て
」
の
直
前
ま
で
。（「
と
」「
と
て
」
を
探
す
と
会
話

部
分
の
最
後
が
わ
か
る
。
→
重
要
！
）

②
会
話
部
分
の
前
後
で
、「
言
う
」「
申
す
」
と
い
う
言
葉
が
く
り
返
さ
れ
る
。

③
「
い
は
く
」
の
次
か
ら
会
話
が
は
じ
ま
る
。

ポ
イ
ン
ト

会
話
部
分
の
と
ら
え
方

1

僧
　
正

2

江
次
郎

3

僧
　
正

２

こ
そ

ウ

　
文
中
に
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
・
こ
そ
」
が
あ
る
と
き
は
、
文
末
を
終
止
形
で
結
ば

な
い
と
い
う
決
ま
り
。

「
ぞ
」　
（
強
調
）

「
な
む
」（
強
調
）　
　
　
　
　
連
体
形
（「
…
る
」
の
形
が
多
い
）
で
結
ぶ
。

「
や
」　
（
疑
問
・
反
語
）

「
か
」　
（
疑
問
・
反
語
）　

「
こ
そ
」（
強
調
）　
　
　
　
　
已い

然ぜ
ん
形
（「
…
れ
」
の
形
が
多
い
）
で
結
ぶ
。

※
反
語
…
「
～
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。」
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
。

ポ
イ
ン
ト

係
り
結
び
の
法
則

Sam
ple
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演
　
習

23

古
文
の
基
礎

 �

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
筑つ

く
紫し

に
な
に
が
し
の
押あ

ふ
り
ゃ
う
し

領
使
な
ど１
い
ふ
や
う
な
る
も
の
あ
り
け
る
が
、
土つ

ち
大お

ほ
根ね

を
よ

ろ
づ
に
い
み
じ
き
薬
と
て
、
朝
ご
と
に
二
つ
づ
つ
焼
き
て
食
ひ
け
る
こ
と
、
年
久
し
く

な
り
ぬ
。
あ
る
時
、
館た
ち

の
う
ち
に
人
も
な
か
り
け
る
隙ひ

ま
を
は
か
り
て
、
敵か

た
き襲

ひ
来
り
て

囲
み
攻
め
け
る
に
、
館
の
う
ち
につ
は
も
の

兵
二
人
出い

で
来
て
、
命
を
惜
し
ま
ず
戦
ひ
て
、
皆
追

ひ
か
へ
し
て
け
り
。
い
と
不
思
議
に
覚
え
て
、
日
ご
ろ
こ
こ
に
も
の
し
給た
ま

ふ
と
も
見

ぬ
人
々
の
、
か
く
戦
ひ
給
ふ
は
、
い
か
な
る
人
ぞ
と
問
ひ
け
れ
ば
、「
年
ご
ろ
頼
み
て
、

朝
な
朝
な２
召
し
つ
る
土
大
根
ら
に
さ
ぶ
ら
ふ
」
と３
い
ひ
て
失う

せ
に
け
り
。
深
く
信
を
い

た
し
ぬ
れ
ば
、
か
か
る
徳
も
あ
り
け
る
に
こ
そ
。	

『
徒つ

れ
然づ

れ
草ぐ

さ
』

（
注
）　
筑
紫
　
　
今
の
九
州
　
　
押
領
使
　
　
治
安
の
維
持
を
仕
事
と
し
た
役
人

　
　
　
土
大
根
　
　
大
根
　
　
も
の
し
給
ふ
　
　
い
ら
っ
し
ゃ
る

⑴
　

　
　
　
線
1
「
い
ふ
や
う
」
を
現
代
仮
名
づ
か
い
に
直
し
な
さ
い
。

⑵
　

　
文
中
か
ら
「
押
領
使
」
の
言
っ
た
言
葉
を
さ
が
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
書

き
抜
き
な
さ
い
。

⑶
　

　
　
　
線
2
「
召
し
つ
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～

エ
か
ら
選
び
な
さ
い
。

　
ア
　
め
し
あ
が
っ
て
い
た
　
　
　
イ
　
お
呼
び
に
な
っ
て
い
た

　
ウ
　
お
仕
え
な
さ
っ
て
い
た
　
　
エ
　
さ
し
上
げ
な
さ
っ
て
い
た

⑷
　

　
　
　
線
3
「
い
ひ
て
」
の
主
語
を
、
ア
～
エ
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア
　
押
領
使
　
　
イ
　
敵
　
　
ウ
　
兵
二
人
　
　
エ
　
皆

 �
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
あ
る
所
に１
め
う
が
の
さ
し
み
あ
り
け
る
を
、
児ち

ご
こ
れ
を
つ
ま
み
食
ひ
け
る
を
、
そ
ば

な
る
人
申
す
や
う
は
、「
こ
れ
を
ば
昔
よ
り
今
に
い
た
り
、
物
読
み
覚
え
む
こ
と
を
た

し
な
む
人
は
、
み
な
鈍ど
ん
ご
ん
さ
う

根
草
と
名
付
け
、
物
忘
れ
す
る
と
て
、
か
た
く
食
は
ぬ
物
じ
ゃ
」

と２
い
ひ
を
し
へ
け
れ
ば
、
児
聞
き
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
お
れ
は
、
な
ほ
食
ふ
べ
し
。３
ひ

だ
る
さ
を
食
ふ
て
忘
れ
む
と
い
ふ
。	

『
軽か

る
口く

ち
露つ

ゆ
が
は
な
し
』

（
注
）　
め
う
が
　
　
食
用
に
す
る
植
物
の
名

　
　
　
さ
し
み
　
　
新
鮮
な
生
の
も
の
を
薄
く
切
っ
た
料
理
　
　
ひ
だ
る
さ
　
　
空
腹

⑴
　

　
　
　
線
1
「
め
う
が
」、
2
「
い
ひ
を
し
へ
け
れ
ば
」
を
現
代
仮
名
づ
か

い
に
直
し
な
さ
い
。

⑵
　

　
　
　
線
2
「
い
ひ
を
し
へ
け
れ
ば
」
の
主
語
を
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

⑶
　

　
文
中
か
ら
「
児
」
の
言
っ
た
言
葉
を
さ
が
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
書
き
抜

き
な
さ
い
。

⑷
　

　
　
　
線
3
「
ひ
だ
る
さ
を
食
ふ
て
忘
れ
む
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
ア
～
エ
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア
　「
め
う
が
」
を
食
べ
て
、
空
腹
の
た
め
に
つ
ま
み
食
い
し
た
こ
と
を
忘
れ
よ
う
。

イ
　「
め
う
が
」
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
空
腹
を
我
慢
し
よ
う
。

ウ
　「
め
う
が
」
を
他
の
人
に
食
べ
さ
せ
た
い
の
で
、
空
腹
を
我
慢
し
よ
う
。

エ
　「
め
う
が
」
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
腹
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
よ
う
。

エ

アウ

そ

れ

な

ら

ば

～

ふ

て

忘

れ

む

日

ご

ろ

こ

こ

～

か

な

る

人

ぞ

1

み
ょ
う
が

2

い
い
お
し
え
け
れ
ば

そ
ば
な
る
人

い
う
よ
う

Sam
ple
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
い
へ
た
か
の
二
位
の
云い

は
れ
し
は
、
歌
は
ふ
し
ぎ
の
も
の
に
て
候

さ
う
ら
ふな

り
。
き
と
う
ち

見
る
に
、１
面
白
く
悪あ

し
か
ら
ず
お
ぼ
え
候さ

う
らへ

ど
も
、
次
の
日
又
又
見
候
へ
ば
、
ゆ
ゆ
し

く
見
ざ
め
の
し
候
。
こ
れ
を
善
し
と
思
ひ
候
ひ
け
る２
こ
そ
ふ
し
ぎ
に
候
へ
、
な
ど
お
ぼ

ゆ
る
も
の
に
て
候
云う
ん
々ぬ

ん
、
と
ぞ
云
は
れ
け
る
。
誠
に
さ
る
事
な
り
。	

『
玉た

ま
勝か

つ
間ま

』

（
注
）
い
へ
た
か
の
二
位
―
―
藤
原
家い
え

隆た
か

。
二
位
は
、
朝
廷
の
役
人
の
地
位
を
示
す
。

　
　 

候
な
り
―
―
ご
ざ
い
ま
す
　
　
お
ぼ
え
―
―
思
わ
れ

　
　 

ゆ
ゆ
し
く
―
―
ひ
ど
く
　
　
見
ざ
め
―
―
見
劣
り

　
　 

さ
る
事
な
り
―
―
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る

⑴
　

　
　
　
線
１
「
面
白
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た

の
は
な
ぜ
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
エ
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア
　
歌
の
鑑
賞
と
は
、
必
ず
興
味
深
く
感
じ
る
は
ず
で
あ
っ
た
か
ら
。

イ
　
歌
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
時
間
を
十
分
か
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ
　
歌
の
鑑
賞
で
は
、
翌
日
に
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
。

エ
　
歌
に
興
味
が
な
い
と
、
鑑
賞
す
る
価
値
が
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

⑵
　

　
　
　
線
２
「
こ
そ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
語
の
ほ
か
に
用
い
ら
れ
て
い

る
係
り
の
助
詞
を
、
文
中
か
ら
一
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

⑶
　

　
あ
る
生
徒
が
、
本
文
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

に
当
て
は
ま
る
具
体
的
な
内
容
を
、
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

　「
い
へ
た
か
の
二
位
」
は
、
歌
の
「
ふ
し
ぎ
」
に
つ
い
て
、
悪
く
な
い
と
思
わ
れ

た
歌
が
、

こ
と
が
不
思
議
だ
と
述
べ
て
い
る
。

 �
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
野の

分わ
き

の
ま
た
の
日
こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。

　
立た
て
じ
と
み蔀・

透す
い
が
い垣

な
どイ
の
乱
れ
た
る
に
、
前せ

ん
ざ
い栽

ど
も
い
と
心
苦
し
げ
な
り
。
大
き
な
る
木

ど
も
も
倒
れ
、
枝
な
ど
吹
き
折
ら
れ
た
る
が
、
萩は
ぎ

・
を
み
な
へ
し
な
どウ
の
上
に
、
横
ろ

ば
ひ
伏
せ
る
、
い
と
思
は
ず
な
り
。
格か
う
子し

の
壺つ

ぼ
な
ど
に
、
木こ

の
葉は

を
こ
と
さ
ら
に
し
た

ら
む
や
う
に
、
こ
ま
ご
ま
と
吹
き
入
れ
た
る
こ
そ
、
荒
か
り
つ
る
風エ
の
し
わ
ざ
と
は
お

ぼ
え
ね
。	

『
枕

ま
く
ら
の

草そ
う

子し

』

（
注
）　
野
分
　
　
台
風
　
　
ま
た
の
日
　
　
翌
日
　
　
立
蔀
　
　
板
塀

　
　
　
透
垣
　
　
板
や
竹
で
つ
く
っ
た
か
き
ね
　
　
前
栽
　
　
庭
に
植
え
た
草
木

　
　
　
思
は
ず
な
り
　
　
予
想
外
で
あ
る
　
　
格
子
の
壺
　
　
格
子
戸
の
一
こ
ま
一
こ
ま
の
目

　
　
　
格
子
は
細
い
木
を
縦
横
に
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
っ
た
も
の

⑴
　

　
　
　
線
「
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
」
を
現
代
仮
名
づ
か
い
に

直
し
な
さ
い
。

⑵
　

　
　
　
線
ア
～
エ
の
中
で
、
他
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
「
の
」
を
選
び

な
さ
い
。

⑶
　

　
次
の
表
の

Ａ

、

Ｃ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
五
字
で
書

き
抜
き
、

Ｂ

に
は
適
当
な
言
葉
を
考
え
て
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

イ

イぞ

い
み
じ
ゅ
う
あ
わ
れ
に
お
か
し
け
れ

野
分
の
翌
日
の
様
子

作
者
の
感
想

庭
の
木
に
つ
い
て

大
き
な
木
が
倒
れ
、
枝
な
ど
が

Ａ

て
い
る
。

予
想
外
の
す
さ
ま
じ

さ
で
あ
る
。

格
子
戸
に
つ
い
て

格
子
の
壺
に
木
の
葉
を

Ｂ

は
さ
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
。

Ｃ

と
は
思
わ
れ

な
い
。

Ａ

吹

き

折

ら

れ

Ｂ

わ

ざ

と

Ｃ

風

の

し

わ

ざ

例

ア

例

次

の

日

に

ま

た

見

る

と

ひ

ど

く

見

劣

り

が

し

、

こ

の

歌

を

よ

い

と

思

っ

て

い

た
30

Sam
ple


